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「
国
語
寸
」
一
「
国
語
I
」
,
に
お
け
る
古
典
指
導
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-
　
空
き
生
き
と
し
た
古
典
教
室
の
創
造
を
め
ざ
し
て
　
-世

.
羅
　
　
博
　
　
昭
.

は
　
じ
　
め
　
に

新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
高
等
学
校
「
国
語
科
」
の
授
業
が
全
国
一
斉
に

始
ま
っ
て
、
こ
と
し
で
二
年
目
に
な
る
。
今
へ
実
践
の
場
で
は
'
表
現
(
作

文
)
指
導
と
並
ん
で
'
総
合
的
性
格
を
持
つ
「
国
語
I
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
に
お

け
る
古
典
指
導
は
L
い
か
に
あ
る
べ
き
か
が
'
・
大
き
町
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
i
l
"
,

・
本
稿
で
は
‥
「
国
語
M
j
.
f
国
語
Ⅱ
」
.
に
お
け
る
古
典
指
導
の
実
践
上
の

課
題
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
今
後
の
古
典
指
導
の
凍
り
方
.
に
つ
い
て
へ
　
盲

の
提
案
を
し
た
い
と
思
う
。



l
、
T
H
警
」
`
・
「
国
語
Ⅱ
」
に
許
書
眉
導
の
眉
上
露
窟

山
　
「
国
号
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
に
お
け
る
古
典
指
導
の
目
腰
は
何
か
,

∴
'
実
践
の
場
で
は
'
毎
日
毎
日
の
授
業
に
追
わ
れ
て
'
何
の
た
め
に
自
分
は
古

典
の
授
業
を
し
て
い
る
の
か
を
孝
急
い
で
い
る
こ
と
が
多
い
l
 
。
そ
こ
で
,
「
国

語
I
」
・
・
 
~
「
国
語
Ⅱ
」
に
お
け
る
古
典
指
導
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
,
ま
ず
・
・

そ
の
日
標
を
明
確
に
と
ら
え
て
お
-
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
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*
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・
「
=
.
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皿
」
に
吾
・
>
i
a
:
^
;
S
‡

目
標
は
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
中
学
校
や
高
等
学
校
・
「
国
語
王
」
・

「
国
語
Ⅱ
」
・
「
古
典
」
の
文
面
を
通
し
て
推
測
す
る
し
か
な
い
。

中
学
校
9
遠
導
計
画
の
作
成
と
各
学
年
に
わ
た
る
内
容
の
取
扱
い
」
の
項

こ
ま
、

・
「
古
典
の
指
導
に
つ
い
て
は
'
古
典
に
対
す
る
関
心
を
深
め
,
古
文
と
浜
文

:
.
・
を
理
解
す
る
基
礎
を
挙
っ
よ
う
に
す
る
こ
と
。
」

と
あ
る
二
鳥
等
学
校
「
国
語
I
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
の
目
標
は
,
.
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言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
'
言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
,
畠
語
を
尊
重

し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
.
」
(
括
弧
内
は
.
「
国
語
Ⅱ
」
の
文
面

嗣
k
ォ
5
m
:

と
あ
り
へ
選
択
科
目
「
古
典
」
の
自
壊
は
,

・
・
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
解
し
鑑
賞
す
る
能
力
を
高
め
,
ち
の
の

・
・
見
方
'
感
じ
方
'
孝
芸
を
深
め
る
と
と
も
に
,
古
典
に
親
し
む
こ
と
に
よ

っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
麿
ま
え
る
と
'
「
国
語
工
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
に
お
け
る
古
典
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は

'

・
・
「
古
典
と
し
て
の
古
文
を
読
解
も
鑑
賞
す
る
基
本
的
な
能
力
を
養
い
,
も
の

・
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・
疎
め
'
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
。
」
(
「
国
語
Ⅱ
」
で
は
,
・
「
基
本
的
な
」

を
削
除
す
る
。
)

と
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え
て
'
間
違
い
な
か
ろ
う
Q
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こ
れ
ら
三
つ
・
の
目
標
の
相
互
関
係
は
・
.
紬
と
恥
の
目
標
が
バ
ラ
ソ
え
.
よ
く
達
成

さ
れ
た
と
畠
に
脚
の
能
度
が
育
ち
'
・
ま
た
'
約
の
態
度
を
も
っ
て
古
典
を
読
ん
一
.

だ
と
き
に
紬
と
㈲
の
目
標
が
よ
り
達
成
さ
れ
や
す
い
'
・
 
'
と
い
う
よ
う
に
な
っ
.
て

い
K
?
-
生
渡
教
育
の
視
点
か
ら
・
高
等
学
校
卒
業
後
も
折
に
ふ
れ
て
古
碧
読

b
よ
う
な
読
書
人
を
育
て
る
こ
と
を
志
向
す
る
な
ら
ば
,
嘉
等
学
校
に
お
け
る

古
典
指
導
の
究
極
の
ね
ら
い
は
'
古
典
に
対
す
る
関
心
を
深
め
・
・
古
典
に
親
し

む
態
度
を
育
て
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ね

ら
い
は
'
古
典
を
、
読
解
し
鑑
賞
す
る
能
力
を
挙
っ
こ
と
と
'
・
も
の
の
見
方
,
感
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じ
め
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
へ
「
国
語
工
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
に
お
け
る
古
典
扱
導
で
は
,
古

典
を
読
解
し
鏡
賞
す
る
・
(
基
本
的
な
)
能
力
を
拳
っ
こ
と
と
'
む
の
の
見
方
」

感
じ
方
へ
考
え
方
を
深
め
る
こ
と
と
を
バ
ラ
ソ
ス
よ
ぐ
指
導
し
て
,
学
習
者
の

古
典
に
対
す
る
関
心
を
酷
め
'
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
め
ざ
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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"
蝣
蝣
ど
ん
な
実
践
上
の
課
題
が
あ
る
か
`

学
習
者
臥
古
典
に
対
す
る
関
心
を
深
め
'
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る
た

め
に
は
「
指
導
内
容
や
指
導
方
法
が
学
習
者
を
意
欲
的
に
古
典
の
学
習
に
向
か

わ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
'
ど
ん
な
実
践
上
の
課

題
が
考
え
ら
れ
る
か
。
と
-
に
'
次
の
三
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

①
　
技
能
主
義
に
基
づ
-
古
典
指
導
の
変
革
を

高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
の
授
業
は
'
従
来
か
ら
厳
し
い
批
判
を
受
け
'
.
古

典
教
育
無
用
論
も
声
高
.
に
叫
ば
れ
て
い
る
。
最
も
厳
し
い
批
判
を
受
け
て
い
る

の
は
'
今
ま
で
の
古
典
の
授
業
が
'
古
典
の
読
解
技
能
を
琴
っ
と
い
う
名
目
の

も
と
に
へ
古
典
文
法
の
好
諭
を
詰
め
込
む
指
導
や
語
釈
・
文
法
的
説
明
・
口
語

訳
を
繰
り
返
す
訓
話
注
釈
的
指
導
に
偏
っ
て
い
る
点
で
あ
る
O
た
し
か
に
へ
古

典
を
読
み
味
わ
う
た
ぬ
に
は
文
法
指
導
や
訓
話
注
釈
的
指
導
も
必
要
で
あ
る
に

違
い
な
い
が
'
あ
ま
滋
に
度
の
過
ぎ
た
そ
れ
ら
の
指
導
は
'
か
え
っ
て
古
典
へ

の
興
味
を
失
わ
せ
へ
え
典
嫌
い
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
.

ヽ
ヽ

そ
も
そ
も
'
読
解
艮
能
を
挙
っ
の
は
古
典
を
読
み
味
わ
う
た
め
の
手
段
で
あ

r

e

　

　

　

'

っ
_
_
て
「
目
的
で
は
な
抜
。
l
そ
れ
が
.
r
大
学
受
験
の
た
め
に
」
な
ど
の
声
の
も
と

に
∵
目
的
化
し
て
し

山
つ
告
い
る
∵
こ
れ
で
は
古
典
嫌
い
が
増
え
る
の
も
当
然

で
あ
る
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
-

.
中
学
校
に
お
け
る
古
典
の
授
業
で
は
、
.
ほ
と
ん
ど
文
法
指
導
や
訓
話
注
釈
的

指
導
は
し
な
い
で
'
口
語
訳
や
脚
注
を
手
が
か
り
に
古
典
を
読
む
と
い
う
指
導

を
し
て
い
る
。
・
そ
れ
で
'
・
け
っ
こ
う
'
・
中
学
生
を
古
典
に
親
し
ま
せ
る
授
業
が

で
き
て
い
る
。
こ
の
中
学
校
の
指
導
を
受
け
て
二
尚
等
学
校
9
「
国
語
I
」
・

「
国
語
Ⅱ
」
の
授
業
で
は
'
古
典
嫌
い
を
つ
-
ら
な
い
た
め
に
'
古
典
の
読
解
技

能
を
挙
っ
`
こ
と
に
片
寄
っ
た
古
典
指
導
を
早
急
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

◎
'
指
導
内
容
の
焦
点
化
と
総
合
化
を

-
「
国
語
工
」
・
.
「
国
語
Ⅲ
」
は
'
・
小
・
中
・
高
の
1
貫
性
'
学
習
者
の
発
達

段
階
や
多
様
化
の
現
実
を
考
慮
し
て
.
・
「
中
学
国
語
」
と
の
開
運
を
困
り
も
・
内

容
も
基
礎
的
'
基
本
的
な
も
の
に
精
選
す
る
と
と
に
な
っ
て
い
る
。
・
ま
た
へ

「
国
語
工
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
の
標
準
単
位
数
は
'
そ
れ
ぞ
れ
四
単
位
で
あ
る
。
二
従

前
の
「
現
代
国
富
」
と
「
古
典
工
乙
」
は
二
年
間
で
'
五
単
位
ず
つ
'
計
十
単

位
で
あ
っ
た
,
し
た
が
っ
て
'
二
単
位
の
減
少
で
あ
る
。
)
古
典
は
'
四
単
位

の
う
i
n
の
1
・
五
単
位
の
配
当
で
あ
る
。
年
間
授
業
時
数
に
し
て
.
・
五
二
・
・
五

時
間
∵
レ
た
が
っ
て
古
文
へ
・
漢
文
そ
れ
ぞ
れ
約
二
十
六
時
間
。
・
,
学
校
行
事
な
ど

を
亭
^
0
-
M
'
二
十
;
'
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r
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.
サ
i
　
れ
I
'
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に
1

単
元
し
か
古
典
の
単
元
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
'
ど
の

よ
う
に
指
導
内
容
を
基
礎
的
基
本
的
な
も
の
に
精
選
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
・

子
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
は
'
古
典
は
長
い
年
月
を
超
え
て
生
き
つ
づ
け

て
き
た
文
化
通
産
で
あ
る
か
ら
学
ぶ
価
値
が
あ
る
と
い
う
古
典
観
に
基
づ
い
て
、

文
学
史
的
に
価
値
の
あ
る
作
品
を
丸
ご
と
取
り
上
げ
t
,
そ
の
作
品
の
す
ば
ら
し

さ
や
作
者
の
も
の
の
見
方
'
・
感
じ
方
'
・
考
え
方
を
浮
き
彫
り
に
す
る
指
導
は
で
-

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

き
な
い
。
何
か
へ
あ
る
い
は
ど
こ
か
に
焦
点
を
絞
っ
た
古
典
指
導
を
考
え
る
よ
・

り
方
法
が
な
い
。
問
題
は
'
「
何
か
」
・
-
「
ど
こ
か
」
の
具
体
的
な
内
容
で
あ

る
。
T
何
か
」
と
は
'
.
主
題
(
テ
ー
マ
)
を
何
に
す
る
か
で
あ
る
'
「
ど
こ
か
」

と
は
'
二
つ
の
作
品
の
ど
こ
を
教
材
と
す
る
か
で
あ
る
。
1
つ
の
作
品
の
ど
こ

を
教
材
化
す
る
か
と
い
う
場
合
に
は
'
・
そ
め
箇
所
の
持
つ
テ
　
マ
性
が
問
題
と

な
る
。
・
・
と
す
れ
ば
'
結
局
'
ど
ん
な
主
題
(
テ
ー
マ
)
を
設
定
し
て
'
ど
ん
な

教
材
化
を
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
学
習
者
の
興
味
・
関
心
や
問
題
意
識
を
惰

ま
え
た
主
題
を
設
定
し
て
'
学
習
者
に
と
っ
て
学
習
し
が
い
の
あ
る
古
典
の
授

174



業
を
創
造
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
へ
「
望
7
こ
・
「
国
冨
」
は
,
言
語
文
化
の
連
続
性
の
視
点
か
ら
・

従
前
の
「
巽
国
語
」
と
古
典
に
-
品
目
を
合
わ
せ
含
む
総
合
的
性
格
を

持
つ
科
目
で
あ
る
?
J
た
が
っ
て
,
古
典
独
自
の
単
葺
け
で
な
-
,
顎
代
文

と
古
典
の
総
合
化
を
図
っ
た
単
晋
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

:
J
◎
r
指
導
過
程
・
由
導
方
法
を
豊
か
で
変
化
に
富
ん
だ
も
の
に

I
.
今
ま
で
'
古
典
の
授
誉
夏
ば
,
・
嘉
授
業
形
態
の
も
と
,
教
師
王
導
型

で
'
・
x
¥
<
Q
'
:
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¥
-
二
㍍
i
^
-
n
i
'
^
i
-
.
T
T
-
1
t
O
r
J
.
:
;
-
J
,
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J
「

っ
た
指
導
過
程
を
と
る
の
が
嘉
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
授
業
で
は
・

*
'
C
"
7
"
′
)
*
i
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:
'
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:
?
,
Q
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ア
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'
小
・
中
蝣
;
t
e
;
J
桓
し

ょ
ぅ
に
マ
ン
・
晋
化
を
琴
っ
。
学
習
者
を
意
欲
的
主
体
的
に
す
票
め
に
は
,
,

・
哀
授
業
ば
か
り
で
な
く
個
別
学
習
や
グ
ル
ー
プ
学
習
を
と
り
入
れ
る
と
か
,

読
解
指
導
ば
か
り
で
な
く
学
習
者
の
読
み
や
感
想
を
書
い
て
、
あ
る
い
は
口

撃
発
表
し
合
っ
・
て
各
自
の
読
み
を
深
め
て
い
-
と
か
,
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

考
え
ら
れ
る
。
で
き
れ
ば
∵
古
典
の
読
み
の
方
法
富
学
ば
せ
て
,
自
力
で
古

典
を
読
ん
で
い
-
こ
と
の
で
き
る
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。

W
f
c
r
Q
K
&
皆
蝣
蝣
・
5
J
G
-
Z
f
t
P
I
Z
-
Z
J
)
て
・
'
蝣
!
蝣
!
.
'
C
^
^
u
c
-
^
S
.
?
^
宕

古
典
の
宴
に
も
導
入
し
て
'
古
典
の
授
某
が
マ
ン
ネ
-
化
し
な
い
よ
志
し

た
い
。

二
　
主
題
を
軌
と
し
た
古
典
の
単
元
学
習

・
「
国
語
I
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
に
お
け
る
古
典
指
導
の
実
践
上
の
課
題
と
し
て
,

三
つ
の
富
塞
げ
た
・
こ
れ
ら
の
課
題
に
こ
た
え
て
,
古
典
の
授
業
量
き

^
J
J
享
是
O
v
l
は
'
・
:
H
-
J
t
-
:
'
,
 
'
5
J
.
i
L
-
-
-
<
o
r
i
:
掌
り
昌
蝣
-
蝣
O
〃
・
<

=
.
i
-
v
'
i
-
y
な
方
¥
:
1
P
*
-
-
K
>
'

主
管
管
し
た
真
の
莞
学
習
と
は
,
学
習
者
の
興
味
-
 
・
関
心
や
問
題

意
警
誓
え
た
主
題
・
(
学
習
課
題
)
を
設
定
し
て
,
そ
れ
に
適
し
た
い
く
つ

か
の
古
典
教
材
を
票
で
単
元
を
構
成
し
・
孟
・
(
学
習
課
題
)
.
.
 
u
対
す
る
閉
.

誠
の
深
化
・
・
拡
充
を
め
ざ
し
て
,
義
む
こ
と
を
中
心
と
し
た
学
習
活
動
・
(
=
言

言
動
)
妄
展
撃
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
f
t
習
者
の
興
味
・
品
心
や
問
遍

受
'
;
*
>
」
[
m
・
・
蝣
蝣
!
U
I
W
¥
3
㌫
V
J
)
,
。
-
;
-
-
>
J
に
,
間
y
a
!
・
?
:
;
蝣
<
勘

を
茂
し
て
い
蝣
-
-
・
I
P
'
一
'
蝣
.
 
~
r
:
-
Z
^
i
i
-
一
汁
桁
に
　
に
/
-
-
'
-
-
'
.
r
-
こ
　
¥
J
.
'
-
J

る。.
こ
の
よ
う
な
学
習
指
導
を
展
開
す
る
に
は
,
ど
ん
な
単
元
主
題
(
学
習
課
題
)

を
設
定
す
る
か
'
・
そ
の
主
題
(
学
習
課
題
;
た
め
に
ど
ん
な
教
材
を
選
び
・

ど
ん
な
莞
轟
成
す
る
か
と
い
う
苦
編
成
論
の
視
角
か
ち
の
検
討
と
A
J

ん
な
指
導
過
撃
等
方
普
と
る
か
ま
う
莞
膚
論
の
視
角
.
か
ら
の
検

討
が
必
要
で
普
請
者
の
教
材
雷
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
,
す
で
に
,
広

島
大
学
書
芸
国
芸
育
学
会
誌
r
国
語
教
育
研
究
J
東
等
:
f
e
-
o
o
刊
)

l
>
'
J
.
,
V
'
.
 
/
1
-
'
C
'
-
'
'
O
i
'
J
'
:
質
-
 
'
-
J
.
-
-
-
…
x
-
^
r
j
L
,
　
　
　
¥
a
-
.
 
-
.
-
i
.
/
.
:

卓
:
-
;
4
v
二
"
'
I
-
M
-
T
,
-
こ
し
)
に
'
.
-
・
-
1
3
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仙
　
‥
汀
削
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'
-
'
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~
¥
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i
C
1
-
万

①
・
由
元
主
題
の
設
定
・

学
習
者
が
自
ら
の
必
要
感
か
ら
「
自
ら
あ
る
日
的
を
も
っ
て
何
か
責
め
て
J

い
る
と
き
に
T
学
習
活
動
は
活
発
と
な
り
,
学
習
は
主
体
的
に
な
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
T
.
単
元
志
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
,
学
習
者
に
と
っ
て
興

-
 
'
蝣
'
-
・
思
蝣
y
z
-
　
　
1
'
*
.
 
-
V
-
.
7
,
 
-
-
<
X
'
-
-
.
㍗
)
し
・
<
¥
"
.
。
i
'
i
-
3
I
?
?
:
-
-
 
-
-
:
.
?
)

に
対
す
る
認
識
の
深
化
・
拡
充
-
指
し
て
古
典
を
読
む
と
い
う
立
場
に
立
っ



て
t
J
.
単
元
を
構
想
し
て
い
き
た
い
。
な
お
'
学
習
者
の
興
味
・
一
関
心
や
問
題
意

識
を
重
視
し
て
単
元
主
題
を
設
定
す
る
と
言
っ
-
で
も
'
・
当
然
の
こ
と
な
が
ら
'

教
育
的
価
値
抄
高
い
主
題
が
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

,
,
ョ
,
草
花
編
成
の
し
方

_
「
国
語
工
」
∴
「
国
醇
芝
の
総
合
的
性
格
を
生
か
し
て
古
典
を
核
と
し
た

単
R
を
編
成
す
る
と
、
㈹
古
文
だ
け
の
単
元
'
㈲
古
文
と
漢
文
の
総
合
化
を
図

っ
た
単
元
'
㈲
古
文
と
現
代
文
の
総
合
化
を
図
っ
た
単
元
へ
脚
古
文
と
現
代
文

と
漢
文
の
総
合
化
を
図
っ
た
単
冗
な
ど
の
諸
単
R
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
よ

rai由
じ
主
題
G
^
4
)
と
に
甘
文
と
現
代
文
の
総
合
化
を
図
る
㈹
型
の
草
花
の
場
合

に
は
'
歴
史
的
視
点
に
立
っ
て
両
者
を
比
較
し
て
読
め
る
の
で
'
日
本
の
文
化

や
日
本
人
の
も
の
の
見
方
'
感
じ
方
'
考
え
方
の
連
続
性
(
不
易
性
)
と
非
連

I

続
性
(
流
行
性
)
を
明
ち
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
l
 
t
こ
の
学

習
を
行
う
と
'
現
在
と
ド
う
時
間
を
生
き
る
学
習
者
が
自
己
の
歴
史
的
位
置
を

抱
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
'
日
本
文
化
創
造
の
担
い
手
と
し
て
今
後

f

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
P
心
い
を
巡
ら
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
'
こ
れ

に
　
ふ
.
い
え
た
触
　
り
‥
r
-
m
ォ
2
:
.
T
-
.
 
'
-
-
u
は
'
-
i
:
-
-
'
.
i
一
r
-
;
-
i
-
 
'
.
Q
U
O
.
サ
'
'
?
ん

だ
場
合
に
比
べ
て
'
さ
ら
に
漢
文
が
加
わ
る
の
で
'
日
本
と
中
国
と
の
比
較
も

で
き
'
幅
広
い
視
野
か
ら
そ
の
主
題
に
つ
い
て
考
乙
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

る
。㈱

㈹
桝
の
単
元
は
'
総
合
的
性
格
の
「
国
語
工
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
L
の
趣
旨
に

合
っ
た
単
元
と
し
て
'
今
後
の
開
発
が
期
待
さ
れ
る
。

◎
　
教
材
の
選
定

教
材
選
定
の
条
件
を
示
せ
ば
'
次
の
四
点
に
な
ろ
う
。

S
　
い
ず
れ
の
教
材
も
'
-
学
習
者
の
興
味
・
関
心
や
問
題
意
識
に
即
し
た
教
材

・
で
あ
る
と
同
時
に
'
教
育
的
価
値
の
高
い
教
材
で
あ
る
こ
と
。
.

川
.
い
ず
れ
の
教
材
も
'
国
語
学
力
を
育
て
る
の
に
有
効
に
機
能
す
る
教
材
で

あ
る
こ
と
。

例
　
選
ん
だ
教
材
の
量
が
学
習
者
の
実
態
に
即
し
て
い
て
t
,
無
理
が
な
い
こ
と
。

甲
遠
ん
だ
教
材
が
'
単
元
主
題
に
対
す
る
認
識
の
深
化
・
拡
充
を
図
る
の
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

.

.

.
有
効
に
職
能
し
合
う
教
材
で
あ
る
こ
と
。

.
単
刀
編
成
の
立
場
か
ら
考
え
る
.
と
t
と
-
に
3
:
が
大
切
で
'
教
材
が
相
互
に

有
械
的
に
桟
髄
し
合
う
内
層
を
眉
っ
必
要
が
あ
る
・
.
核
に
な
る
教
材
を
決
め
て
'

そ
れ
と
の
関
係
で
他
の
教
材
を
探
す
方
瀧
が
実
際
的
で
あ
受

i
5
　
単
・
u
r
_
 
'
<
r
7
Q
i
.
0
-
,
万

～
;
・
元
"
-
H
m
v
i
-
J
l
'
.
-
?
'
:
-
J
ォ
f
*
1
し
・
蝣
'
3
-
y
f
て
は
t
 
t
^
v
 
'
v
V
i
-
,
*
'
'
-
i
J
,
 
'
.
 
'
i
L
J
E
S
?
的
誉
い

習
遷
せ
.
る
こ
七
と
国
語
学
力
を
確
実
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ

で
き
.
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
学
習
自
壊
と
指
導
目
標
の
関
係

学
習
者
を
生
き
生
き
と
学
習
さ
せ
る
た
め
に
は
'
学
習
者
の
目
標
'
す
な
わ

ち
学
習
目
標
と
'
指
導
者
の
目
標
へ
す
な
わ
ち
指
導
目
標
と
を
同
じ
に
し
な
い

の
が
よ
い
。
主
題
を
軸
と
し
た
古
典
の
単
元
学
習
に
お
い
て
は
'
学
習
目
標
は

エ
'
蝣
~
>
c
s
-
^
v
J
)
i
:
冨
W
>
o
M
'
1
*
の
E
^
・
H
W
J
あ
り
t
Z
-
K
h
-
程
v
;
:
.

習
者
の
展
開
す
る
学
習
活
動
(
=
言
語
活
動
)
の
中
で
国
語
学
カ
を
習
得
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
'
と
い
う
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
'

次
ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。
学
習
者
は
'
あ
く
ま
で
も
'
興
味
一
関
心
の

高
い
主
題
.
(
学
習
課
題
)
に
対
す
る
認
識
の
深
化
・
拡
充
を
目
指
し
て
学
習
活

動
を
展
開
し
,
L
指
導
者
は
,
そ
の
学
習
活
動
の
中
で
古
典
の
読
解
技
能
を
中
心

176



者

・
助
動
詞
の
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
混
よ
っ
て
人
物
の
心
理
を
深
-
読
み

と
る
力
な
ど
を
つ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
l
学
習
者
に
は
t
.
今
'
古
典

の
読
解
技
能
を
身
に
つ
け
る
た
め
.
に
語
句
の
意
味
や
文
法
的
分
析
を
し
て
小
る

の
だ
と
思
わ
せ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
う
思
わ
せ
た
途
端
に
'
古
典
の

学
習
は
お
む
し
ろ
-
な
-
な
る
。

こ
の
`
よ
う
溜
学
習
指
導
の
展
開
を
図
る
た
め
に
は
'
教
材
研
究
を
散
底
L
t

ど
の
教
材
9
ど
の
場
面
で
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
指
導
の
場
で
'
ど
の
よ
う
な
古

典
の
読
解
技
能
を
身
に
つ
万
さ
せ
る
か
'
事
前
に
見
通
し
を
立
て
て
お
-
こ
と

が
大
切
で
あ
を
。

◎
　
指
導
過
程
と
指
導
方
法

学
習
者
が
主
体
的
に
取
り
組
み
'
自
ら
の
認
識
の
深
化
・
拡
充
を
図
る
た
め

に
'
ど
ん
な
指
導
過
程
が
考
え
ら
れ
る
か
。
私
が
今
ま
で
に
昇
践
し
た
の
は
'

次
に
あ
げ
る
二
通
り
の
指
導
過
程
で
あ
る
。

Li';lL」t0-00

こ
の
世
対
'
j
y
o
;
　
は
'
　
里
.
.
・
全
山
i
i
-
-
'
i
-
c
り
*
」
・
.
&
|
?
K
O
|
.
^
-
U
i

を
と
っ
一
て
読
ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。

177

に
、
読
む
・
書
く
・
話
す
・
聞
く
力
を
つ
け
る
こ
と
を
ね
ら
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
へ
指
導
者
は
学
習
者
が
あ
る
場
面
に
お
け
る
登
場
人
物
の
心
理
を

と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'
そ
う
い
う
場
を
設
定
し
て
お
い
て
、
学
習
者
が

そ
の
人
物
の
心
理
を
と
う
,
見
る
た
め
に
'
ど
う
し
て
も
語
句
の
意
味
や
助
詞
・

助
動
詞
9
働
き
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
仕
向
け
る
。
学
習
者
の
目
標
は

そ
の
場
に
お
け
る
人
物
の
心
理
を
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
け
'
指
導
者
の
目
標
は

そ
の
学
習
の
過
程
で
、
文
脈
に
即
し
て
語
句
の
意
味
を
読
み
と
る
カ
や
、
助
詞

導　　入

感題)

教　材　A

教　材　C

共
通
教
材
1
茸
学
習

こ
の
型
に
よ
る
単
冗
の
基
本
的
な
指
導
過
程
は
、
.
.
次
の
よ
う
に
な
る
.
・
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Ⅱ
　
ま
と
め
二
男
学
習
・
個
別
学
習
)

・
教
材
A
・
乱
・
C
を
読
み
比
べ
て
・
主
題
(
学
習
課
題
)
に
対
す

る
認
識
の
汲
化
・
拡
充
の
結
果
を
ま
と
め
る
・
{
-
文
集
に
)

こ
の
J
T
.
一
t
t
;
n
:
:
∵
り
・
い
・
i
-
X
は
'
基
'
-
'
蝣
I
'
青
に
よ
る
一
汗
学
U
だ
'
^
¥
-
>
乍
＼
自

由
選
択
教
材
に
よ
る
個
別
学
習
を
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
あ
る
。

-
一
教
　
材
　
B

材

'
ォ
*
-
'
R
」
晶
〕
　
〔
岩
嵩
〕

7
斉
学
習
　
個
別
学
習

こ
の
指
導
過
程
に
よ
刊
ば
'
「
展
開
」
の
段
階
の
指
導
で
は
教
材
<
・
ォ

C
を
別
々
に
学
習
さ
せ
r
「
ま
と
め
」
の
段
階
で
<
・
ォ
ー
O
を
読
み
比
べ
て
,

主
題
(
学
習
課
題
)
に
対
す
る
認
識
の
深
化
㍉
拡
充
を
図
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
で
は
'
車
元
全
体
を
甘
通
し
た
と
き
に
教
材
<
!
・
m
・
O
を
関
連
づ
け
る
場

が
少
な
い
の
で
'
数
社
B
を
読
む
途
中
や
読
.
ん
だ
後
で
'
ま
た
へ
教
材
C
を
読

む
途
中
で
そ
れ
ぞ
れ
前
に
読
ん
だ
教
材
と
関
連
づ
け
る
場
を
設
け
て
'
主
題

(
学
習
課
題
)
に
対
す
る
認
識
の
深
化
・
拡
充
を
図
る
機
会
を
多
-
す
る
と
よ

い
。

Ⅱ
　
複
線
型
の
指
導
過
程
を
と
る
も
の
・

・
単
線
型
の
指
導
過
程
を
と
る
場
合
に
は
'
「
展
開
」
の
段
階
が
す
べ
て
共
通

教
材
に
よ
る
哀
学
習
な
の
で
、
学
習
者
を
寅
に
主
体
的
に
学
習
さ
せ
え
な
い

欠
点
が
あ
る
。
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
へ
次
の
よ
う
な
指
導
過
程
を
と
る
。

基
本
学
習
　
　
　
　
琴
展
　
学

習
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こ
の
型
に
よ
る
単
冗
の
基
本
的
な
指
導
過
程
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

I
　
導
∴
入
〓
斉
学
習
)

・
"
i
l
P
.
〇
※
　
(
-
:
T
T
i
'
-
'
M
)
*
}
j
7
7
ォ
:
i
^
.
!
J
L
、
T
r
l
K
!
-
!
-
�
"
0
'
・
'
'
-
・
'

'
構
想
を
と
ら
え
る
。

Ⅲ
'
展
　
周

仙
　
基
本
学
習
(
共
通
教
材
に
よ
る
r
斉
学
習
「

・
*
-
L
石
目
」
(
-
;
:
・
:
-
‥
:
蝣
:
-
-
)
i
這
V
^
n
^
'
^
-
i
X
.
昔
日

!
・
'
'
蝣
ォ
ー
Q
に
・
・
叩
持
<
W
I
W
、
真
"
t
f
'
t
v
-
・
-
"
i
<
・
と
る
だ
望
・
・
J
な

く
・
V
の
読
み
の
方
法
も
学
薫

」
i
　
!
'
-
 
'
-
童
画
【
(
・
-
'
山
蝣
I
S
t
*
　
に
よ
i
t
=
7
.
別
学
　
　
蝣
,
v
>
-
ブ
'
I
l
'
-
,



習
)

・
教
材
群
・
(
ォ
ー
0
-
p
土
の
中
か
ら
自
分
の
興
味
.
・
関
心
の
あ

三
つ
W
i
'
i
i
i
'
r
:
;
苦
手
1
(
i
+
S
r
i
l
j
ニ
'
蝣
蝣
蝣
?
:
;
j

誠
の
深
化
・
拡
充
を
図
る
た
め
に
読
む
。
基
本
学
習
で
学
ん
だ
読

み
の
方
法
を
応
用
す
る
,
 
0

i
s
.
蝣
蝣
:
;
:
;
・
:
字
習
∬
二
f
c
&
H
)

・
個
別
学
習
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
学
習
で
ま
と
め
た
単
元
の
主
題

(
学
習
課
題
)
に
対
す
る
考
え
を
発
表
し
・
討
議
す
る
・
こ
れ
に

ょ
っ
て
'
学
習
者
は
教
材
M
・
O
・
Q
の
比
べ
読
み
が
で
き
二

段
と
単
元
の
主
題
へ
学
習
課
題
)
に
対
す
る
認
識
の
深
化
・
拡
充

を
図
る
こ
と
が
で
き
る
Q

Ⅱ
　
ま
と
め
(
個
別
学
習
)

・
各
自
'
学
習
し
考
え
た
こ
と
を
書
-
。
丁
文
集
に
)

さ
せ
'
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
ぐ
こ
と
も
ね
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
〝
内
容
を
探
-

読
み
と
る
方
法
〟
を
学
ば
せ
た
り
・
応
用
で
き
る
よ
与
に
す
る
た
め
に
は
・
次

の
よ
う
な
「
学
習
の
手
引
き
を
作
る
必
要
が
あ
る
.
す
な
わ
ち
,
そ
の
「
学

習
の
手
引
き
」
は
'
た
と
え
ば
人
物
像
を
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
場

合
で
あ
れ
ば
1
・
そ
の
人
物
像
を
と
ら
え
る
た
め
の
柱
に
な
る
大
き
な
問
題
を
い

-
つ
か
作
り
'
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
上
に
,
そ
の
問
題
を
解
-
た
め
の
,
必
須

の
い
く
つ
か
の
小
さ
な
問
題
を
作
る
。
小
さ
な
問
題
を
解
い
て
い
け
ば
,
自
然

に
大
き
な
問
題
が
解
け
る
と
同
時
に
,
問
題
解
決
の
着
眼
点
や
方
法
も
自
然
に

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
た
手
引
き
で
濁
る
。

は
　
s
k
;
　
　
　
ニ
&
弼

今
ま
で
に
私
が
実
践
し
た
主
題
を
軸
と
し
た
単
掌
習
の
中
で
,
-
古
典
を
核

と
し
た
主
な
単
元
学
習
例
を
挙
げ
る
と
'
次
の
表
の
通
り
で
あ
る
。
(
塗

こ
の
指
導
過
程
で
は
'
各
学
習
者
は
教
材
A
と
自
由
選
択
教
材
三
,
計
二

教
材
を
読
ん
だ
後
'
「
発
展
学
習
Ⅱ
」
の
段
階
で
他
の
教
材
に
関
す
る
発
表
を

聞
き
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
討
議
し
た
り
,
各
学
習
者
の
選
ん
だ
教
材
と
此
ぺ

て
f
c
w
w
a
v
た
　
　
>
¥
>
Q
-
Z
-
V
-
>
・
!
'
-
!
?
蝣
人
O
i
H
l
'
J
C
K
r
i
J
)
に
A
?
¥
-
メ

る
認
識
の
拡
充
・
深
化
が
図
ら
れ
る
。
そ
の
上
に
・
「
ま
と
め
」
の
段
階
で
単

元
全
体
の
学
習
を
通
し
て
考
え
た
こ
と
を
書
く
の
で
あ
る
.
学
習
者
の
認
識
は

さ
ら
に
深
化
・
拡
充
で
き
る
の
で
あ
る
.

湯
遠
の
層
に
お
い
て
は
'
「
票
学
習
」
の
段
階
で
〝
内
容
を
潔
-

読
み
と
る
方
法
〟
　
(
-
単
元
主
題
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
方
法
)
を
学
ば
せ

て
お
い
て
'
次
の
「
発
寧
習
I
」
の
個
別
学
習
の
段
僧
で
そ
宗
法
を
応
粕

川;-iKr&:廿様様(J:0-'v圧
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¥
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こ
れ
ら
の
実
践
例
の
中
か
ら
'
単
元
「
歴
史
-
時
代
に
生
き
る
人
々
-
」
の

・
-
i
<
r
山
如
'
i
M
^
J
T
r
-
r
ォ
c
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◎
　
「
平
家
物
語
」
の
学
習
指
導
の
単
元
展
開

「
戦
乱
の
世
の
中
を
生
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
姿
を
見
つ
め
で
」
と
い
う

学
習
の
テ
ー
マ
の
む
と
に
'
「
石
谷
の
合
戦
」
場
面
を
取
り
上
げ
て
,
 
'
次
の

ヰ
っ
な
教
材
化
を
し
た
。

工
　
戦
場
に
お
い
て
生
き
る
男
の
姿

第
7
章
　
二
度
之
懸
-
・
・
・
-
河
原
兄
弟
・
梶
原
景
時
父
子

第
二
章
　
坂
　
落
・
・
・
-
・
・
・
源
義
経
・
佐
原
義
運
・
武
知
清
教
・
平
盛
俊

第
三
革
　
敦
盛
最
期
・
・
・
-
・
・
ヰ
敦
盛
・
熊
谷
直
実

第
四
車
　
重
衛
生
捕
-
-
-
平
重
荷
・
後
藤
兵
衛
盛
長

第
五
章
知
章
最
期
-
-
平
知
事
・
平
知
盛

}
7
-
J
ハ
、
川
-
蝣
・
¥
r
l
」
'
.
'
.
~
・
i
s
,
巨
‥
蝣
A
f
-

第
七
草
落
足
-
-
屠
ち
行
-
平
家
の
武
士
た
ち

Ⅱ
戦
乱
の
世
を
生
き
る
女
の
姿

第
八
草
小
宰
相
の
身
撃
小
宰
相
・
乳
母
9
女
房

十
六
時
間
で
終
え
渇
予
定
で
あ
っ
た
が
'
実
際
に
H
I
手
時
間
か
か
っ
た
。

こ
の
学
習
指
導
の
単
元
展
開
の
型
は
複
線
型
で
あ
る
が
,
前
掲
の
モ
デ
ル
と

導
っ
の
は
'
「
基
本
学
習
」
の
段
階
に
モ
デ
ル
学
習
と
練
習
学
習
を
位
置
づ
け

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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由
　
あ
　
り
　
に

「
国
語
I
L
・
「
国
語
Ⅱ
」
に
お
け
る
古
典
指
導
の
実
践
上
の
課
題
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
'
主
題
を
軸
と
も
た
古
典
の
学
事
習
が
'
そ
9
課
題
解
決
の

た
め
に
い
か
に
有
効
で
あ
を
か
t
を
た
へ
そ
の
単
元
厨
成
や
単
元
展
開
は
い
か

に
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
へ
具
体
的
に
述
べ
て
き
た
。

し
か
し
'
「
国
語
I
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
そ
れ
ぞ
れ
の
年
間
指
導
計
画
の
中
把

。
の
・
よ
う
な
莞
を
ど
の
よ
う
に
豊
づ
け
る
か
に
つ
い
て
*
,
木
琴
芸

じ
ぇ
な
か
っ
た
。
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
r
国
語
科
研
究
紀
要
」
第
1
4

号
を
ぜ
ひ
参
照
ざ
れ
た
い
。
ま
た
'
中
・
高
六
か
年
を
見
通
し
て
,
こ
の
よ
う

な
単
元
を
ど
の
学
年
に
ど
の
よ
う
な
形
で
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
も
・
触
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
他
日
を
期
し
た
い
O

「
里
E
H
」
・
「
国
語
Ⅱ
」
は
'
ス
タ
ー
ト
し
た
ば
か
り
で
あ
る
.
そ
の
中

に
お
け
る
古
典
指
導
を
学
習
者
に
と
っ
て
意
義
あ
る
も
の
に
で
き
る
か
ど
う
か

は
'
指
導
者
の
熱
意
に
か
か
っ
て
い
る
。
多
Y
の
感
超
空
っ
蝣
*
>
P
克
服
し
て
、
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をぜひとも成立させたいものである。

(荏)これらの単元学習の中で'「伊勢物語」・「枕草子」.・,T平

家物語」の学習指導は'旧学習指導要領時代の実践である.。・詳し

くは'それぞれ次の文献を参照されたい.

.「伊勢物語」の学習指導丘島県高等学校国語教育研究会r年

報JS号)

。「枕草子」、の学習指導遠島県立安古市高等学校r研究紀要」

第三号)

o「平家物語」ゐ学習指導(広島大学教育学部光菓会r国語教育

研究し第次号)

o単元「歴史」の学習指導(広島大学附属中・高等学校r国語科

研究紀要J第13号)

o:-,-;;-j「;vJfyl.T~r-:::,;(症-Tr_:言‥-Û
'-̂
jir-

.z生

。軍刀「古代日本人の知恵」の学習指導面右)
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